
は
じ
め
に

こ
の
た
び
当
冊
子
「
木
野
山
さ
ま
　—

家
庭
の
神
ま
つ
り—

」
を
増
刷
す
る
運
び
と
な
り
、
こ
れ
を
機
に
木
野
山
神
社
の
信

仰
・
伝
承
・
歴
史
に
つ
い
て
大
幅
に
加
筆
し
、
ま
た
全
体
を
通
し
て
読
み
や
す
い
よ
う
体
裁
を
整
え
ま
し
た
。

今
後
も
、
当
冊
子
が
み
な
さ
ま
の
ご
家
庭
で
の
神
ま
つ
り
の
一
助
と
な
り
ま
す
よ
う
、
よ
り
充
実
し
た
内
容
を
目
指
し
、
編

集
を
続
け
て
い
く
所
存
で
す
。

内
容
は
十
分
慎
重
を
期
し
て
お
り
ま
す
が
、
な
お
調
査
・
研
究
を
要
す
る
点
も
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。
崇
敬
者
各
位
に
お

か
れ
ま
し
て
も
、
お
気
づ
き
の
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
知
ら
せ
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。

平
成
一
九
年
四
月
二
二
日

木
野
山
神
社
宮
司
重
松
修



敬
神
生
活
の
綱
領

神
道
は
　て

ん
ち
ゆ
う
き
ゅ
う

天
地
悠
久　
の
大
道
で
あ
っ
て
、
崇
高
な
る
精
神
を
　つ

ち
か培　

ひ
、
太
平
を
開
く
の
　も

と
い基　

で
あ
る
。

神
慮
を
　か

し
こ畏　

み
　そ

く
ん

祖
訓　
を
つ
ぎ
、
い
よ
い
よ
道
の
　せ

い
か

精
華　
を
発
揮
し
、
人
類
の
福
祉
を
増
進
す
る
は
、
使
命
を
達
成
す
る
　ゆ

え
ん

所
以　
で
あ
る
。

こ
こ
に
こ
の
綱
領
を
か
か
げ
て
、
向
ふ
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
、
実
践
に
つ
と
め
て
、
　も
っ以　
て
大
道
を
　せ
ん
よ
う

宣
揚　
す
る
事
を
期
す
る
。

一
、
神
の
恵
み
と
祖
先
の
恩
と
に
感
謝
し
、
　あ

か明　
き
清
き
ま
こ
と
を
以
て
祭
祀
に
い
そ
し
む
こ
と

一
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に
奉
仕
し
、
神
の
み
こ
と
も
ち
と
し
て
世
を
つ
く
り
固
め
成
す
こ
と

一
、
　お

お
み
こ
こ
ろ

大
御
心　
を
い
た
だ
き
て
む
つ
び
　や

わ和　
ら
ぎ
、
国
の
隆
昌
と
世
界
の
　き

ょ
う
そ
ん

共
存　
共
栄
と
を
祈
る
こ
と

神
社
本
庁
は
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
三
日
に
、
全
国
の
神
社
の
総
意
の
も
と
に
そ
の
事
務
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
当

初
、
神
道
教
学
の
大
綱
と
し
て
、
①
天
照
大
御
神
の
道
で
あ
る
こ
と
、
②
天
皇
の
天
下
を
し
ろ
し
め
す
道
で
あ
る
こ
と
、
③
四

海
に
ゆ
き
わ
た
る
道
で
あ
る
こ
と
、
④
ま
こ
と
の
道
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
四
項
目
を
掲
げ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
教
学
方
針
を

よ
り
具
体
的
に
、
神
社
界
の
み
で
な
く
、
広
く
一
般
に
至
る
ま
で
の
理
解
を
及
ぼ
す
べ
く
、
同
三
十
一
年
五
月
二
十
三
日
、
本

庁
設
立
十
周
年
の
席
上
に
お
い
て
、
前
掲
の
綱
領
が
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
宣
言
は
あ
く
ま
で
も
綱
領
で
あ
っ
て
、
教
義
の
謂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
来
よ
り
の
信
仰
的
要
点
を
列
記
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
指
針
を
立
て
、
生
活
実
践
の
中
の
拠
り
所
の
確
立
を
表
明
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

神
道
の
精
神
を
最
も
適
切
に
表
明
し
た
こ
の
綱
領
が
、
み
な
さ
ま
に
と
っ
て
精
神
的
指
針
と
な
り
、
豊
か
な
敬
神
生
活
を
送

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
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木
野
山
神
社
に
つ
い
て

主
祭
神

　す
さ
の
お
の
み
こ
と

素
盞
嗚
命　

（
防
衛
の
神
）

　お
お
や
ま
づ
み
の
み
こ
と

大
山
積
命　

（
山
の
神
）

配
　
神

　す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と

少
名
彦
命　

（
国
造
り
・
医
薬
の
神
）

　と
よ
た
ま
ひ
こ
の
み
こ
と

豊
玉
彦
命　

（
　お

ん
り
ょ
う
え
ん
て
き

怨
霊
怨
敵　
退
散
の
神
）

　た
か
お
か
み
の
か
み

高

龗

神　

（
雨
の
神
）

　く
ら
お
か
み
の
か
み

闇

龗

神　

（
　
〃
　
）

例
大
祭

一
月
十
六
日

（
実
施
日
は
一
月
の
第
三
日
曜
日
）

講
社
祭

四
月
十
六
日

（
実
施
日
は
四
月
の
第
三
日
曜
日
）

祭
　
日

毎
月
六
日
・
十
六
日
・
二
十
六
日

当
木
野
山
神
社
は
、
国
造
り
を
は
じ
め
、
我
が
国
の
総
て
の
産
業
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
農
業
に
関
係
が
あ
り
、
我
々
の
日

常
生
活
の
上
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
右
記
の
六
柱
の
神
々
が
鎮
座
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

特
に
、
豊
玉
彦
命
は
怨
霊
怨
敵
退
散
の
神
と
し
て
、
往
古
よ
り
御
霊
験
が
特
に
顕
著
な
る
も
の
と
し
て
広
く
尊
崇
の
的
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
か
つ
て
、
大
萩
馬
太
郎
と
い
う
著
し
く
霊
感
の
優
れ
た
信
者
が
あ
り
、
あ
る
夜
、
夢
枕
に
立
た
れ
た
大
神
様
が

「
こ
れ
よ
り
後
、
こ
の
八
尾
の
大
狼
を
も
っ
て
我
が
眷
属
と
な
し
、
神
意
を
伝
う
」
と
の
お
告
げ
を
い
た
だ
い
て
よ
り
、
大
狼
は

大
神
様
の
お
遣
い
役
と
し
て
御
神
言
を
霊
験
者
に
伝
授
た
ま
わ
り
、
各
種
の
祈
願
は
、
更
に
多
く
の
人
々
の
上
に
厚
い
お
恵
み

を
お
授
け
く
だ
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

以
来
、
歳
月
を
経
る
ご
と
に
大
神
様
の
御
神
徳
は
益
々
高
ま
り
、
崇
敬
者
も
年
々
増
加
し
、
毎
月
の
六
日
、
十
六
日
、
二
十
六

日
の
祭
日
に
は
、
県
内
は
も
と
よ
り
遠
く
中
国
、
九
州
方
面
か
ら
も
大
神
様
の
御
神
徳
を
頂
か
ん
と
、
多
数
の
方
々
が
参
詣
し

ご
祈
願
を
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
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当
神
社
は
深
山
高
所
に
御
鎮
座
し
、
大
気
清
新
な
環
境
は
心
身
の
健
全
の
為
に
も
好
適
地
で
す
。
昔
諺
に
も
「
病
は
気
か
ら
」

と
い
う
例
え
の
あ
る
と
お
り
、
こ
の
清
浄
な
御
神
域
で
風
光
明
媚
な
風
景
を
眺
め
、
清
々
し
い
大
気
を
吸
い
、
そ
の
上
に
大
神

様
の
あ
ら
た
か
な
る
御
神
徳
を
戴
け
れ
ば
、
悩
め
る
心
も
晴
れ
、
迷
い
も
解
け
、
病
め
る
心
も
治
癒
し
、
再
び
元
の
よ
う
に
元

気
な
心
身
に
立
ち
返
る
こ
と
に
疑
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
神
様
は
、
い
つ
も
あ
な
た
と
共
に
在
り
、
あ
な
た
の
心
の
中
に
生
き
て
、
あ
な
た
を
護
っ
て
い
て
下
さ
る
の
で
す
。
大
神
様

を
信
じ
尊
び
、
お
恵
み
に
お
す
が
り
し
て
一
心
に
ご
祈
願
す
る
こ
と
が
、
や
が
て
大
神
様
に
通
じ
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の

お
恵
み
に
対
し
て
心
か
ら
の
感
謝
を
す
る
こ
と
が
最
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
あ
な
た
が
大
神
様
の
御
神
徳
に
心
か
ら
お
す
が
り

す
れ
ば
、
大
神
様
は
決
し
て
あ
な
た
を
見
放
す
こ
と
は
な
い
も
の
と
信
じ
ま
す
。

な
お
、
当
冊
子
は
皆
様
が
日
常
神
様
を
ど
の
よ
う
に
お
ま
つ
り
す
れ
ば
よ
い
か
、
ま
た
、
日
常
の
生
活
の
中
で
ど
ん
な
お
ま

つ
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
簡
単
に
記
し
て
み
ま
し
た
。
神
様
を
信
仰
す
る
中
で
是
非
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
、
正
し

い
神
ま
つ
り
を
し
て
下
さ
い
。

ご
祭
神
に
つ
い
て

素
盞
嗚
命

素
盞
嗚
命
は
、
古
事
記
で
は
黄
泉
の
国
よ
り
戻
っ
た
　い

ざ
な
き
の
み
こ
と

伊
邪
那
岐
命　
が
　み

そ
ぎ禊　

を
し
た
際
、
鼻
を
す
す
い
で
産
ま
れ
た
と
し
、
日
本
書

紀
で
は
伊
邪
那
岐
命
と
　い

ざ
な
み
の
み
こ
と

伊
邪
那
美
命　
の
間
に
産
ま
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
　み

は
し
ら
の
う
ず
の
み
こ

三
貴
子　
の
末
弟
で
、
伊
邪
那
岐
命
よ
り
「
大

海
原
＝
地
上
の
世
界
」
を
統
治
す
る
こ
と
を
い
い
つ
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
母
伊
邪
那
美
命
の
元
、
根
の
国
に
行
く
と
い
い
、
父
の

怒
り
を
買
い
ま
す
。
素
盞
嗚
命
は
根
の
国
に
赴
く
前
に
高
天
原
に
姉
天
照
大
御
神
を
挨
拶
に
訪
ね
ま
す
が
、
天
照
大
御
神
は
弟

が
攻
め
入
っ
て
き
た
と
思
い
、
武
装
し
て
迎
え
撃
と
う
と
し
ま
す
。
素
盞
嗚
命
は
「
　う

け
ひ

誓
約　
」
に
よ
り
、
身
の
潔
白
を
証
明
し
ま

す
が
、
そ
の
後
の
粗
暴
な
行
動
に
よ
り
天
照
大
御
神
は
天
の
岩
屋
に
お
隠
れ
に
な
り
（
天
石
窟
の
変
）、
素
盞
嗚
命
は
高
天
原
か

ら
葦
原
中
国
に
追
放
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
葦
原
中
国
の
出
雲
に
下
っ
た
素
盞
嗚
命
は
、
そ
の
地
を
荒
ら
し
て
い
た
　や
ま
た
の
お
ろ
ち

八
岐
大
蛇　



3

を
退
治
し
、
尾
か
ら
で
て
き
た
　あ

め
の
む
ら
く
も
の
つ
る
ぎ

天
叢
雲
剣　
を
天
照
大
御
神
に
献
上
し
ま
す
。
そ
の
後
、
　く

し
な
だ
ひ
め

櫛
名
田
比
売　
を
妻
と
し
、
出
雲
の
須
賀

の
地
に
赴
き
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
　こ

ず
て
ん
の
う

牛
頭
天
王　
は
、
も
と
も
と
は
イ
ン
ド
の
祇
園
精
舎
の
守
護
神
が
素
盞
嗚
命
と
習
合
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
牛
頭
天
王
・

素
盞
嗚
命
に
対
す
る
信
仰
は
祇
園
信
仰
と
い
い
、
中
世
ま
で
に
は
日
本
全
国
に
広
ま
り
、
八
坂
神
社
・
津
島
神
社
・
氷
川
神
社
で

お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
神
社
は
明
治
時
代
の
神
仏
分
離
経
て
素
盞
嗚
命
を
お
祀
り
す
る
神
社
と
な
り
ま
し
た
が
、

天
王
洲
ア
イ
ル
の
「
天
王
洲
」
を
始
め
と
し
て
、
各
地
に
あ
る
「
天
王
」
の
つ
く
地
名
の
多
く
は
牛
頭
天
王
に
因
む
も
の
で
、
今

日
に
も
過
去
の
神
仏
習
合
の
歴
史
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

大
山
積
命

記
紀
神
話
に
は
神
産
み
に
お
い
て
伊
邪
那
岐
命
、
伊
邪
那
美
命
と
の
間
に
生
ま
れ
た
と
記
さ
れ
、
和
多
志
大
神
と
も
申
し
上

げ
ま
す
。
お
名
前
は
「
大
山
に
住
む
」
の
意
で
、
山
の
神
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
ま
た
和
多
志
大
神
の
「
わ
た
」
は
綿

津
見
の
こ
と
で
海
の
神
で
あ
る
こ
と
表
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
山
、
海
の
両
方
を
司
る
神
で
す
。

な
お
、
素
盞
嗚
命
の
妻
、
櫛
名
田
比
売
の
父
母
、
　あ

し
な
づ
ち

足
名
椎　
命
・
　て

な
づ
ち

手
名
椎　
命
は
大
山
積
命
の
御
子
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

少
名
彦
命

古
事
記
で
は
、
　か

み
む
す
び
の
か
み

神
皇
産
霊
神　
の
、
日
本
書
紀
で
は
　た

か
み
む
す
び
の
か
み

高
皇
産
霊
神　
の
御
子
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

体
は
小
さ
く
敏
捷
、
忍
耐
力
に
富
み
、
大
国
主
命
と
協
力
し
て
国
土
の
経
営
、
医
薬
・
禁
厭1な
ど
の
法
を
創
め
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

1

ま
じ
な
い
の
こ
と
。
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豊
玉
彦
命

一
般
に
豊
玉
彦
命
は
　わ

た
つ
み
の
か
み

海
神　
と
い
わ
れ
、
魚
族
・
海
草
の
藩
植
、
海
潮
の
満
干
、
船
舶
の
往
来
等
大
海
に
関
す
る
一
切
の
主
宰

神
で
あ
る
と
共
に
安
産
の
神
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

娘
の
豊
玉
姫
命
は
、
神
武
天
皇
の
祖
母
神
で
、
　う
が
や
ふ
き
あ
え
ず
の
み
こ
と

鵜
茅
葺
不
合
命　
の
母
神
、
　ひ
こ
ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と

彦
火
火
出
見
命　
（
　ほ
お
り
の
み
こ
と

火
遠
理
命　
・
山
幸
彦
）
の
后
神

で
す
。

当
神
社
で
は
、
怨
霊
怨
敵
退
散
の
神
と
し
て
崇
敬
を
集
め
、
邪
気
退
散
、
病
気
平
癒
（
流
行
病
・
精
神
病
）
に
こ
と
の
ほ
か
霊

験
が
あ
ら
た
か
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

高
龗
神
・
闇
龗
神

闇
龗
神
（
闇
　お淤　
　か加　
　み美　
神
）
の
名
前
は
、
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
一
書
で
、
伊
邪
那
岐
神
が
　か
ぐ
つ
ち
の
か
み

迦
具
土
神　
を
斬
り
殺
し
た
所
に
出

て
き
ま
す
。
こ
の
時
に
剣
を
握
っ
た
指
の
間
か
ら
血
が
流
れ
出
た
時
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
高
龗
神
は
日
本
書
紀
の
別
の
一
書
で
迦
具
土
神
を
斬
っ
て
三
柱
の
神
に
な
っ
た
と
し
、
そ
の
内
の
一
柱
が
高
龗
神
に
な
っ

た
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
二
神
は
同
一
の
神
、
あ
る
い
は
、
対
の
神
と
さ
れ
、
そ
の
総
称
が
淤
加
美
神
（
龗
神
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
龗
は

龍
の
古
語
で
あ
り
、「
闇
」
は
谷
を
、「
高
」
は
山
を
指
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
闇
龗
神
は
渓
谷
、
高
龗
神
は
山
峰
の
水
や
雨

を
掌
る
龍
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

龗
神
の
神
裔
と
し
て
は
、
娘
に
　ひ
か
わ
ひ
め

日
河
比
売　
、
そ
の
子
に
　ふ
か
ぶ
ち
の
み
ず
や
れ
は
な
の
か
み

深
淵
之
水
夜
礼
花
神　
が
い
て
、
こ
の
神
の
孫
が
大
国
主
神
に
な
る
こ

と
が
古
事
記
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
二
柱
の
神
は
、
　み

づ
は
の
め
の
か
み

罔
象
女
神　
と
と
も
に
、
雨
乞
い
・
止
雨
・
灌
漑
の
神
と
し
て
お
祭
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
神
社
に
は
、
龗
神
の
神
姿
が
狼
で
あ
る
、
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ
り
ま
す
。
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2

家
庭
に
お
け
る
神
棚
の
祀
り
方

神
を
ま
つ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
様
に
対
し
て
誠
の
心
を
捧
げ
、
神
様
の
ご
神
徳
を
敬
い
尊
ん
で
、
神
様
の
お
心
を
自
分
の

心
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
神
様
の
ご
加
護
に
対
し
て
報
恩
感
謝
の
心
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
お
恵
み
を
い
た
だ
き
、
平

和
と
幸
福
な
日
々
が
過
ご
せ
る
よ
う
に
お
願
い
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
正
し
い
神
ま
つ
り
の
仕
方
と
い
う
こ
と
も
大
切
な
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
神
棚
の
ま
つ
り
方
に
つ
い
て

簡
単
に
記
し
て
み
ま
す
。

神
棚
の
位
置

一
家
の
精
神
的
中
心
に
な
る
神
聖
な
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
清
浄
で
静
か
な
高
い
処
で
、
ま
た
、
家
族
が
親
し
み
や
す
く
拝
み

よ
い
処
に
、
南
ま
た
は
東
向
き
に
お
祀
り
し
ま
す
。

し
か
し
、
西
向
き
や
北
向
き
が
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
我
々
日
本
人
の
方
角
に
対
す
る
考

え
方
に
よ
り
ま
す
。

ま
ず
、
東
西
は
、
そ
れ
ぞ
れ
日
が
昇
り
、
沈
む
方
角
で
あ
る
こ
と
か
ら
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
重
要
な
方
角
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

ま
た
南
北
は
、
中
国
の
「
天
子
は
南
面
す
」
の
語
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
北
に
あ
っ
て
南
に
向
か
う
こ
と
が
君
主
の
地
位
の

象
徴
で
あ
る
と
し
て
尊
ば
れ
、
我
が
国
に
お
い
て
も
そ
の
思
想
的
な
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
、
古
く
か
ら
儀
礼
の
場
に
お

い
て
重
要
な
方
角
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
が
昇
る
方
向
で
あ
る
東
向
き
、
ま
た
、
日
中
に
も
っ
と
も
陽
光
が
降
り
注
ぐ
南
向
き
に
お
祀
り
す
る

の
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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神
座
の
位
置

御
神
札
を
横
に
並
べ
て
ま
つ
る
と
き
は
、
中
央
を
最
上
位
と
し
、
次
は
向
か
っ
て
右
、
そ
の
次
が
左
と
な
っ
て
い
ま
す
。

従
っ
て
、
中
央
に
天
照
皇
大
神
宮
大
麻
、
向
か
っ
て
右
が
氏
神
様
、
左
は
そ
の
他
の
信
仰
す
る
神
社
の
御
神
札
を
奉
安
し
ま

す
。
ま
た
、
重
ね
て
ま
つ
る
と
き
に
は
、
表
に
神
宮
大
麻
、
次
に
氏
神
様
、
次
に
そ
の
他
の
神
社
の
御
神
札
を
お
ま
つ
り
し
ま
す
。

注
連
縄

　し
め
な
わ

注
連
縄　
は
、
太
い
根
の
方
を
向
か
っ
て
左
、
細
い
末
の
方
を
向
か
っ
て
右
に
し
て
懸
け
（
処
に
よ
っ
て
は
反
対
に
懸
け
る
処
も

あ
り
ま
す
）、
　し

で
紙
垂　
は
、
半
紙
を
縦
横
四
分
の
一
に
切
っ
て
横
を
四
つ
に
折
り
、
そ
の
折
目
を
交
互
に
紙
の
丈
の
お
よ
そ
三
分
の

二
の
深
さ
に
切
り
ま
す
。
そ
れ
を
二
枚
ず
つ
重
ね
て
、
切
っ
た
深
さ
だ
け
を
順
次
に
、
向
か
っ
て
左
の
方
か
ら
手
前
に
折
り
ま

す
。
そ
の
紙
垂
を
四
ヶ
所
、
同
じ
間
隔
で
注
連
縄
に
は
さ
み
ま
す
。
注
連
縄
に
は
さ
む
時
は
、
そ
の
上
端
を
折
り
折
っ
た
ほ
う

を
自
分
の
方
に
向
け
て
つ
け
ま
す
。
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お
供
え

家
庭
の
神
棚
に
毎
日
お
供
え
す
る
も
の
は
、
米
・
塩
・
水
の
三
品
が
普
通
で
す
。
米
は
お
洗
米
と
し
て
供
え
る
か
、
炊
い
た
ご

飯
を
土
器
に
盛
り
お
供
え
し
ま
す
。
塩
は
、
土
器
に
山
形
に
し
て
盛
り
ま
す
。
水
は
水
玉
な
ど
に
入
れ
、
こ
れ
ら
を
三
方
に
の

せ
、
水
玉
は
蓋
を
と
っ
て
お
供
え
し
ま
す
。
三
方
は
縁
に
と
じ
目
の
あ
る
方
を
手
前
に
向
け
ま
す
。

ま
た
、
毎
月
一
日
、
十
五
日
、
氏
神
様
の
お
ま
つ
り
、
お
正
月
、
祝
祭
日
、
家
族
の
記
念
日
等
に
は
、
海
川
山
野
の
物
を
と
と

の
え
、
清
ら
か
な
器
に
盛
っ
て
お
供
え
し
ま
す
。
お
供
え
物
は
後
で
お
下
げ
し
て
、
一
家
揃
っ
て
楽
し
く
喜
ん
で
分
か
ち
合
い
な

が
ら
頂
い
て
下
さ
い
。
こ
の
喜
び
こ
そ
が
神
を
尊
び
崇
め
る
も
の
だ
け
が
知
る
喜
び
で
あ
り
、
神
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
祖
霊
祭
（
み
た
ま
ま
つ
り
）
に
は
故
人
が
生
前
の
好
物
も
お
供
え
下
さ
い
。

3

神
拝
の
作
法

ま
ず
手
や
口
を
水
で
清
め
、
衣
服
を
整
え
て
、
心
身
共
に
清
潔
な
気
持
ち
で
　し

ょ
う
ゆ
う

小
揖　
（
浅
く
お
辞
儀
）
し
て
神
前
に
（
家
庭
で
は

神
棚
の
前
）
進
み
ま
す
。

席
に
着
い
た
ら
　し
ん
ゆ
う

深
揖　
（
お
辞
儀
）
し
、
次
に
二
拝
（
深
く
二
度
お
辞
儀
）
し
ま
す
。
次
に
二
拍
手
、
次
に
一
拝
、
席
を
立
つ
前

に
深
揖
し
、
最
後
に
小
揖
し
、
神
前
か
ら
退
き
ま
す
。

玉
串
を
捧
げ
て
拝
礼
す
る
時
は
、
別
図
の
要
領
で
玉
串
を
あ
げ
て
か
ら
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
拝
み
ま
す
。

神
拝
詞
を
奏
す
る
時
に
は
、
二
拝
、
神
拝
詞
奏
上
、
二
拝
、
二
拍
手
、
一
拝
で
す
。

正
式
参
拝

正
式
参
拝
と
は
、
神
社
へ
参
拝
し
て
行
う
お
ま
つ
り
（
初
宮
詣
、
七
五
三
詣
、
年
寿
祭
等
の
各
種
祈
願
祈
祷
）
の
場
合
の
正
式

な
参
拝
の
方
法
で
、
神
職
に
よ
っ
て
執
り
行
い
、
玉
串
を
捧
げ
て
拝
礼
す
る
も
の
で
す
。
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神
職
に
お
願
い
し
な
い
で
、
自
分
た
ち
だ
け
で
お
参
り
す
る
こ
と
を
、
抜
け
参
り
と
か
、
か
げ
参
り
と
か
言
わ
れ
ま
す
が
、
神

社
参
拝
を
す
る
場
合
に
は
、
や
は
り
正
式
参
拝
を
し
て
厳
か
に
お
ま
つ
り
を
行
え
ば
、
自
然
に
身
も
心
も
清
々
し
く
、
一
層
意

義
の
あ
る
参
拝
を
し
た
と
心
に
感
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
と
共
に
神
様
と
の
結
び
つ
き
も
深
ま
り
、
敬
神
の
心
も

更
に
高
ま
り
、
精
神
的
な
支
え
に
も
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

4

お
ま
つ
り
の
準
備
物

斎
竹
と
注
連
縄

　い
み
だ
け

斎
竹　
と
い
う
の
は
、
お
ま
つ
り
を
行
う
処
の
入
口
、
ま
た
は
、
四
隅
に
立
て
る
葉
の
付
い
た
青
竹
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
の
斎
竹
に
引
渡
す
縄
を
注
連
縄
と
い
っ
て
、
こ
の
縄
に
は
紙
垂
を
つ
け
ま
す
。

注
連
縄
は
、
天
照
皇
大
神
が
天
の
岩
戸
を
お
出
に
な
ら
れ
た
時
に
引
き
延
え
た
の
を
始
め
と
し
て
、
神
事
の
際
に
は
必
ず
こ

れ
を
用
い
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
内
は
神
聖
な
処
と
さ
れ
る
た
め
に
竹
を
立
て
、
縄
を
引
き
、
紙
垂
を
つ
け
て
そ
の

境
界
を
示
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
縄
は
打
た
ぬ
藁
を
使
用
し
、
左
縄
に
な
う
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
籬　ひ

も
ろ
ぎ

神
籬　
と
は
、
神
社
や
神
棚
以
外
の
場
所
で
祭
り
を
行
う
場
合
、
臨
時
に
神
霊
の
憑
り
ま
す
御
座
（
依
り
代
）
と
な
る
も
の
を
い

い
ま
す
。

神
籬
は
真
榊
の
幹
長
く
、
姿
の
美
し
い
も
の
を
選
び
、
白
紙
の
太
い
八
垂
と
　お苧　
を
細
か
く
裂
い
た
も
の
（
　ゆ

う
木
綿　
）
を
添
え
て
、

神
籬
柱
に
結
び
目
正
し
く
結
び
付
け
ま
す
。
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お
供
え
物

家
庭
の
神
棚
に
毎
日
お
供
え
す
る
も
の
は
先
に
記
し
ま
し
た
が
、
地
鎮
祭
、
新
室
祭
、
家
鎮
祭
、
そ
の
他
特
別
な
お
祭
り
の
時

に
は
次
の
も
の
を
揃
え
て
下
さ
い
。（
・
印
の
も
の
は
最
低
限
必
要
な
お
供
物
で
す
）

・
米

・
神
酒

・
海
魚
　
鯛
（
め
で
た
い
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
る
）

　
海
菜
　
こ
ん
ぶ
　
わ
か
め
　
寒
天
　
の
り
　
な
ど

・
野
菜
　
季
節
の
も
の
　
二
・
三
種
類

　
乾
物
　
か
ん
ぴ
ょ
う
　
ふ
　
し
い
た
け
　
高
野
豆
腐
な
ど

　
果
物
　
季
節
の
も
の

・
塩

・
水
　
　
少
々

5

大
神
様
と
人
生
儀
礼

大
神
様
と
崇
敬
者
と
の
か
か
わ
り
合
い
、
触
れ
合
い
の
機
会
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
沢
山
あ
り
ま
す
。
民
族
の
信
仰
で
あ
る

私
た
ち
の
人
生
儀
礼
や
、
地
域
の
人
々
の
習
慣
と
な
っ
て
い
る
年
中
行
事
の
主
な
も
の
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

家
居
に
関
す
る
も
の

・
地
鎮
祭
　
・
上
棟
、
立
柱
祭
　
・
新
室
祭
（
家
移
り
）
　
・
宅
神
祭
（
家
鎮
祭
、
家
祈
祷
）

人
生
儀
礼

・
安
産
祈
祷
　
・
命
名
祭
　
・
初
宮
詣
祭
　
・
七
五
三
詣
祭
　
・
入
学
、
卒
業
、
就
職
祭
　
・
成
人
祭
　
・
結
婚

式
　
・
着
帯
祭
　
・
結
婚
記
念
祝
賀
祭
　
・
厄
除
祭
　
・
年
寿
祭
　
・
報
賽
祭
　
・
各
種
祈
願
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年
中
行
事

・
新
年
初
詣
　
・
ど
ん
と
　
・
初
午
　
・
針
供
養
　
・
雛
祭
　
・
立
春
　
・
端
午
の
節
句
（
菖
蒲
湯
）
　
・
田
植

祭
　
・
大
祓
　
・
七
夕
　
・
風
祈
祷
、
虫
祈
祷
　
・
　は
っ
さ
く

八
朔　
　
・
　ち
ょ
う
よ
う

重
陽　
の
節
句
　
・
日
待
、
月
待
祭
　
・
秋
祭
り
　
・
亥
の
子
　

・
年
越
し

こ
の
よ
う
に
、
な
ん
と
沢
山
の
人
生
儀
礼
や
年
中
行
事
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
他
、
個
人
の
様
々
な
祈
願
を
入
れ

る
と
、
大
神
様
と
崇
敬
者
の
か
か
わ
り
合
い
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
人
々
は
こ
れ
ら
の
事
を
自
然
に

実
行
し
て
お
り
、
ひ
た
す
ら
大
神
様
に
お
祈
り
を
し
て
き
て
い
ま
す
。

儀
礼
や
行
事

次
に
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
や
行
事
を
、
更
に
詳
し
く
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

例
祭毎

年
の
例
に
よ
っ
て
、
一
年
に
一
回
、
一
月
十
六
日2
に
行
わ
れ
る
大
神
様
の
お
祭
り
で
、
神
社
の
お
祭
り
の
中
で
も
最
も
重

要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
お
祭
り
は
、
氏
子
や
崇
敬
者
全
員
が
神
社
に
参
拝
し
、
御
祭
神
の
徳
を
称
え
敬
い
、
御
神
徳
に
感
謝
す
る
と
共
に
報
謝

の
心
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

大
祓
式

大
祓
式
は
、
昔
か
ら
心
身
の
清
浄
潔
白
を
重
ん
じ
る
我
が
国
特
有
の
行
事
で
、
記
紀
神
話
に
み
ら
れ
る
伊
邪
那
岐
命
の
　み

そ
ぎ
は
ら
い

禊
祓　

を
起
源
と
し
て
い
ま
す
。
毎
年
旧
暦
の
六
月
と
十
二
月
の
晦
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
、
七
月
と
十
二
月
の
晦

2

例
祭
実
施
日
は
平
成
十
八
年
よ
り
第
三
日
曜
日
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。
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日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
行
事
は
、
神
様
に
お
祈
り
し
て
、
今
ま
で
の
罪
穢
れ
を
祓
い
去
っ
て
い
た
だ
き
、
ま
た
、
自
ら
を
振
り
返
り
、
新
た
な
清

ら
か
な
心
身
で
明
日
か
ら
の
生
活
に
元
気
で
取
り
組
む
た
め
の
お
祭
り
で
す
。

七
月
の
大
祓
式
を
　な

ご
し

夏
越　
の
祓
と
呼
び
ま
す
。
　ひ

と
が
た

人
形　
に
、
年
齢
・
干
支
・
性
別
を
書
き
、
前
夜
敷
き
寝
を
し
て
、
翌
日
身
体
を
さ

す
り
、
三
度
息
を
吹
き
か
け
て
心
身
の
罪
穢
れ
を
こ
の
人
形
に
移
し
、
大
祓
の
当
日
に
納
め
て
身
に
付
い
た
穢
れ
を
祓
い
、
無

病
息
災
を
祈
る
た
め
、
神
社
の
前
の
茅
を
束
ね
た
　ち茅　
の
　わ輪　
を
三
回
く
ぐ
り
な
が
ら
「
水
無
月
の
夏
越
の
祓
を
す
る
人
は
千
歳
の

命
の
ぶ
と
い
う
な
り
」
と
唱
え
ま
す
。

十
二
月
の
大
祓
は
年
越
し
の
祓
と
も
呼
ば
れ
、
新
た
な
年
を
迎
え
る
た
め
に
心
身
を
清
め
る
祓
で
す
。

地
鎮
祭

ト
コ
シ
ズ
メ
ノ
マ
ツ
リ
と
い
い
、
家
を
建
て
る
と
き
に
、
そ
の
土
地
を
祓
い
清
め
て
、
氏
神
様
や
そ
の
土
地
の
神
様
を
ま
つ

り
、
そ
の
御
神
徳
に
よ
っ
て
、
そ
の
土
地
が
永
遠
に
禍
や
障
り
が
な
い
よ
う
、
ま
た
工
事
が
安
全
に
終
わ
る
こ
と
を
祈
願
す
る

た
め
の
お
祭
り
で
す
。

建
築
を
行
う
際
に
は
是
非
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
も
の
で
、
家
族
は
勿
論
の
こ
と
、
建
設
に
関
係
す
る
人
々
も
列
席

し
て
工
事
の
安
全
完
成
を
祈
願
し
ま
す
。

敷
地
の
四
方
に
竹
を
立
て
て
、
注
連
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
中
央
に
祭
壇
を
設
け
て
神
職
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

準
備
す
る
も
の
は
、
笹
竹
四
本
、
注
連
縄
（
二
十
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
）、
清
浄
な
砂
、
お
供
物
が
必
要
で
す
。（
お
ま
つ
り
の
準

備
の
項
参
照
）
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立
柱
祭
・
上
棟
祭

ハ
シ
ラ
ダ
テ
ノ
マ
ツ
リ
、
ム
ネ
ア
ゲ
マ
ツ
リ
と
い
い
、
元
来
は
立
柱
祭
と
上
棟
祭
と
は
全
く
別
の
祭
事
で
あ
り
ま
し
た
が
、
現

在
で
は
、
立
（
建
）
前
と
称
し
て
、
両
方
の
お
ま
つ
り
を
併
せ
て
行
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

立
柱
祭
は
家
の
形
を
造
る
第
一
段
階
の
意
義
あ
る
お
祭
り
で
あ
っ
て
、
昔
は
　い
み
は
し
ら

斎
柱　
ま
た
は
　な
か
の
み
は
し
ら

心
之
御
柱　
と
い
っ
て
家
の
中
心
の

柱
の
こ
と
で
、
俗
に
は
大
黒
柱
（
大
極
柱
）
と
言
わ
れ
る
物
を
建
て
る
と
き
に
行
わ
れ
る
お
祭
り
で
す
。

上
棟
祭
は
、
新
築
の
落
成
を
祝
う
共
に
、
落
成
に
至
る
ま
で
の
神
様
の
ご
加
護
に
対
し
て
感
謝
報
賽
を
し
、
ま
た
将
来
も
過

災
の
な
い
よ
う
に
お
護
り
を
祈
願
す
る
お
祭
り
で
す
。

昔
は
神
職
に
よ
っ
て
執
リ
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
、
大
工
さ
ん
に
よ
っ
て
ま
つ
ら
れ
、
工
匠
に
と
っ
て
は
最
も

重
要
な
儀
式
と
し
て
丁
重
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

新
室
蔡
（
家
移
り
）

俗
に
言
わ
れ
る
家
移
り
の
こ
と
で
、
神
様
の
お
か
げ
で
新
し
い
家
が
無
事
完
成
し
、
こ
の
家
へ
移
り
住
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
報
謝
す
る
と
共
に
、
祝
い
の
心
も
表
し
、
こ
の
新
築
の
家
の
安
全
を
永
久
に
守
護
し
て
い
た
だ

く
こ
と
を
祈
願
す
る
お
祭
り
で
す
。

家
を
建
て
る
に
あ
た
っ
て
、
地
鎮
祭
を
始
め
の
お
祭
り
と
す
れ
ば
、
上
棟
祭
が
中
の
お
祭
り
で
あ
り
、
新
室
祭
は
終
わ
り
の

お
祭
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
一
連
の
関
係
の
あ
る
お
祭
り
で
、
ど
れ
も
家
を
建
て
る
う
え
で
大
切
な
お
祭
り
で
す
。

最
近
は
、
地
鎮
祭
だ
け
を
行
っ
て
済
ま
す
家
も
あ
り
ま
す
が
、
上
棟
祭
や
新
室
祭
は
、
地
鎮
祭
で
祈
願
し
た
こ
と
の
成
就
に

対
し
て
報
賽
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
お
祭
り
で
す
か
ら
、
地
鎮
祭
と
共
に
、
是
非
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
お
祭
り
で
す
。
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宅
神
祭
（
家
祈
祷
）

ヤ
カ
ツ
カ
ミ
ノ
マ
ツ
リ
と
い
い
、
家
の
内
外
に
鎮
ま
っ
て
お
ら
れ
ま
す
総
て
の
神
様
を
お
ま
つ
り
し
て
、
日
頃
の
ご
加
護
に

感
謝
す
る
と
共
に
、
清
ら
か
な
心
で
毎
日
を
楽
し
く
暮
ら
せ
る
よ
う
に
お
祈
り
す
る
も
の
で
す
。

昔
は
毎
月
こ
の
お
祭
り
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
我
々
も
せ
め
て
一
年
に
一
度
は
こ
の
お
ま
つ
り
を
し
、
家
の
内
外
の
神

様
に
我
が
家
の
無
事
安
泰
を
祈
り
、
諸
々
の
穢
れ
を
祓
い
清
め
て
、
感
謝
と
清
浄
な
心
で
明
る
い
毎
日
の
生
活
を
過
し
た
い
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
古
い
家
を
買
っ
た
り
、
借
り
て
入
居
す
る
場
合
に
も
、
こ
の
お
祭
り
を
す
る
よ
う
に
お
す
す
め
し
ま
す
。

日
待
祭
・
月
待
祭

日
待
祭
と
月
待
祭
と
は
関
連
し
た
も
の
で
、
共
に
日
や
月
に
事
依
よ
て
神
明
を
崇
敬
す
る
お
祭
で
す
。
日
待
、
月
待
の
「
待
」

は
、
祭
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
日
の
神
、
月
の
神
を
ま
つ
っ
て
、
そ
の
恩
頼
に
報
謝
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

日
待
祭
は
、
俗
に
「
お
日
待
」
と
言
わ
れ
、
正
、
五
、
九
月
の
中
の
吉
日
を
選
ん
で
年
に
三
回
行
い
、
部
落
や
近
所
の
人
々
が

集
ま
り
、
当
番
の
家
送
り
に
し
て
ま
つ
る
処
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
を
毎
月
行
っ
て
い
る
処
も
あ
り
ま
す
。

近
頃
は
一
年
に
一
度
、
正
月
に
行
う
処
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

古
来
は
、
夜
を
徹
し
て
日
の
出
を
待
つ
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
待
」
の
字
を
重
視
し
た
た
め
の
も
の
で

あ
っ
て
、
待
を
祭
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
日
の
出
を
待
つ
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

月
待
祭
は
、
三
日
月
待
、
十
七
夜
待
、
二
十
六
夜
待
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
祭
の
意
義
は
日
待
祭
と
ほ
ぼ
同
様
で
す
が
、
祭
を
行

う
時
刻
を
月
の
出
を
待
っ
て
行
う
習
慣
の
処
も
あ
り
ま
す
。
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田
植
祭

我
が
国
は
太
古
か
ら
農
業
が
総
て
の
産
業
の
基
と
な
っ
て
い
る
農
業
国
で
あ
る
た
め
に
、
代
々
の
天
皇
は
農
業
を
奨
励
せ
ら

れ
、
農
業
に
力
を
入
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
主
食
た
る
米
の
生
産
に
つ
い
て
は
格
別
の
関
心
を
よ
せ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
、

こ
の
田
植
祭
は
大
変
重
要
な
行
事
と
し
て
行
わ
れ
、
神
聖
な
童
女
が
五
月
女
と
し
て
田
植
え
を
ご
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
稲
の
豊
作
を
祈
願
す
る
お
祭
で
す
。

風
祈
祷
・
雨
祈
祷
・
虫
祈
祷

い
ず
れ
も
年
穀
の
豊
作
を
祈
願
す
る
お
祭
で
、
風
祈
祷
は
二
百
十
日
や
二
百
二
十
日
な
ど
の
風
害
に
あ
う
こ
と
の
な
い
よ
う

に
、
ま
た
、
雨
祈
祷
は
穀
物
の
た
め
に
適
度
な
雨
が
得
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
虫
祈
祷
は
穀
物
に
悪
い
虫
が
付
か
な
い
よ
う
に
と

い
う
こ
と
で
神
様
の
ご
加
護
を
お
祈
り
す
る
も
の
で
す
。

人
生
儀
礼

続
い
て
人
生
儀
礼
に
つ
い
て
の
お
祭
り
を
記
し
て
み
ま
す
。

安
産
祈
祷

お
産
は
、
人
類
が
栄
え
て
い
く
上
に
お
い
て
公
然
的
な
事
実
で
す
が
、
こ
の
お
産
が
神
様
の
ご
加
護
に
よ
っ
て
、
母
子
共
に

健
全
で
苦
し
む
こ
と
な
く
、
無
事
生
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
お
祈
り
す
る
祭
事
で
、
生
ま
れ
て
く
る
子
供
に
と
っ
て

は
大
神
様
と
関
わ
り
を
持
つ
最
初
の
お
祭
で
す
。



5. 大神様と人生儀礼 16

命
名
祭

神
様
か
ら
の
授
か
り
も
の
の
子
供
は
、
両
親
の
子
供
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
わ
ば
、
神
の
子
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
生
ま
れ
た

子
供
に
は
長
寿
多
幸
を
願
っ
て
名
前
を
つ
け
て
い
た
だ
く
の
が
最
良
で
す
。
　

初
宮
詣
祭

子
供
の
誕
生
に
際
し
て
は
、
命
名
や
お
　し
ち
や

七
夜　
、
お
食
い
初
め
や
初
節
句
な
ど
。
成
長
の
無
事
を
願
う
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ

ま
す
。

こ
う
し
た
中
で
、
初
宮
詣
祭
は
、
誕
生
後
初
め
て
大
神
様
の
御
前
に
詣
で
て
、
大
神
様
の
お
恵
み
に
よ
り
こ
の
世
に
生
を
受

け
た
こ
と
を
感
謝
し
、
将
来
も
大
神
様
の
ご
加
護
に
よ
っ
て
心
身
と
も
に
健
全
で
、
正
し
く
明
る
く
素
直
な
人
間
と
し
て
成
長

す
る
よ
う
お
祈
り
す
る
も
の
で
す
。

新
生
児
が
公
的
な
場
に
外
出
す
る
最
初
の
機
会
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
華
や
か
に
行
わ
れ
る
行
事
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
お
宮
参
り
は
、
地
方
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
異
な
り
ま
す
が
、
当
地
方
で
は
、
男
児
は
三
十
二
日
、
女
児
は
三
十
三
日
目
に
行

う
の
が
普
通
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
特
に
厳
密
で
は
な
く
、
期
日
以
後
の
良
き
日
を
選
ん
で
お
参
り
す
る
方
が
多
い
よ
う

で
す
。

処
に
よ
り
、
百
日
詣
、
百
二
十
日
詣
等
も
あ
り
ま
す
。

七
五
三
詣
祭

昔
は
十
一
月
十
五
日
に
行
わ
れ
、
男
女
三
歳
は
　か

み
お
き

髪
置　
と
い
っ
て
頭
髪
を
伸
ば
し
始
め
る
こ
と
を
、
男
児
五
歳
で
　は

か
ま
ぎ

袴
着　
と
い
っ

て
初
め
て
袴
を
着
用
す
る
こ
と
を
、
女
児
七
歳
で
　お

び
と
き

帯
解　
と
い
っ
て
幼
児
用
の
帯
を
解
き
大
人
用
の
帯
を
用
い
る
こ
と
を
表
す
子

供
の
成
長
を
社
会
的
に
認
知
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
き
た
通
過
儀
礼
を
起
源
と
し
て
い
ま
す
。



17

現
在
で
は
、
十
一
月
十
五
日
前
後
の
土
日
祝
日
や
吉
日
を
選
ん
で
晴
れ
着
を
着
せ
て
お
宮
詣
を
し
、
大
神
様
の
ご
加
護
に
感

謝
し
、
将
来
の
健
康
幸
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

入
学
・
進
学
・
卒
業
・
就
職
奉
告
祭

教
育
に
関
す
る
お
祭
は
昔
か
ら
行
わ
れ
、
入
学
、
進
学
、
卒
業
な
ど
に
際
し
て
、
こ
の
事
を
大
神
様
に
奉
告
し
、
学
業
の
達
成

を
お
祈
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
特
に
近
年
は
教
育
が
盛
ん
に
な
り
、
良
い
学
校
、
良
い
勤
め
先
へ
の
希
望
が
強
く
な
り
、
奉
告

祭
よ
り
も
、
入
学
・
就
職
の
祈
願
祭
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

成
人
式

昔
は
成
年
式
・
加
冠
式
と
い
わ
れ
、
古
く
は
元
服
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
式
は
祭
事
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
儀
式
で
あ
り

ま
し
た
が
、
加
冠
式
が
終
わ
っ
て
後
、
そ
の
旨
を
大
神
様
へ
報
告
す
る
も
の
で
、
七
五
三
祭
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の

で
あ
り
ま
す
。

結
婚
式

冠
婚
葬
祭
と
い
う
人
生
の
三
大
礼
の
う
ち
の
一
つ
で
、
そ
の
中
で
も
結
婚
式
は
一
家
を
創
立
す
る
最
も
重
要
な
儀
式
で
す
。

我
が
国
で
は
、
遠
く
神
代
の
昔
、
伊
邪
那
岐
命
、
伊
邪
那
美
命
が
　や

ひ
ろ
ど
の

八
尋
殿　
で
　あ

め
の
み
は
し
ら

天
御
柱　
を
め
ぐ
っ
て
結
婚
式
を
挙
げ
ら
れ
ま
し

て
か
ら
、
皇
室
に
お
い
て
は
代
々
そ
の
儀
式
を
神
前
で
厳
か
に
行
わ
れ
、
そ
の
旨
を
伊
勢
の
神
宮
へ
ご
奉
告
な
さ
れ
て
お
ら
れ

ま
す
。
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我
々
も
神
の
血
の
つ
な
が
る
子
供
と
し
て
、
こ
の
人
生
最
大
の
儀
式
を
大
神
様
の
ご
神
前
で
行
い
、
夫
婦
の
契
り
を
奉
告
す

る
こ
と
は
、
子
孫
と
し
て
の
務
め
で
も
あ
り
、
第
二
の
人
生
の
門
出
に
当
た
っ
て
一
家
の
繁
栄
を
祈
願
す
る
こ
と
は
、
崇
敬
者

と
し
て
最
も
意
義
あ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

近
年
は
、
結
婚
式
場
で
華
や
か
な
式
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
本
来
の
意
味
か
ら
考
え
る
と
、
あ
ま
り
に
も
形

式
に
流
れ
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
物
質
的
な
充
足
か
ら
精
神
的
な
充
実
へ
と
生
活
改
善
が
要
望
さ
れ
て

い
る
今
日
、
結
婚
式
の
あ
り
方
を
見
つ
め
な
す
の
は
意
義
深
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

着
帯
祭

先
に
記
し
た
「
安
産
祈
祷
」
と
関
連
の
あ
る
お
祭
で
、
妊
娠
し
て
五
ヶ
月
目
に
安
産
祈
祷
と
共
に
併
せ
て
着
帯
の
祭
事
を
行

い
ま
す
。
古
く
よ
り
吉
日
を
選
ん
で
行
わ
れ
る
例
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
俗
に
は
犬
の
お
産
が
軽
い
こ
と
に
因
ん
で
、
戌
の
日

に
行
わ
れ
る
慣
わ
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

結
婚
記
念
日
祝
賀
祭

結
婚
の
周
年
を
お
祝
い
す
る
お
祭
で
、
諸
外
国
で
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
我
が
国
で
は
明
治
二
十
七
年
に
、
明

治
天
皇
の
大
婚
二
十
五
年
を
祝
し
て
か
ら
、
民
間
で
も
こ
の
お
祭
り
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

主
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
満
二
十
五
年
の
祝
い
、
銀
製
の
祝
い
品
を
贈
る
「
銀
婚
式
」、
満
五
十
年
の
祝
い
、
金
製
の
祝

い
品
を
贈
る
「
金
婚
式
」
が
あ
り
ま
す
。
諸
外
国
の
習
慣
は
別
と
し
て
も
、
お
め
で
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
総
て
大

神
様
の
ご
加
護
に
よ
る
も
の
で
す
か
ら
、
お
祝
い
を
す
る
と
共
に
大
神
様
へ
ご
報
謝
す
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
他
に
、
紙
婚
式
（
一
年
）・
木
婚
式
（
五
年
）・
錫
婚
式
（
十
年
）・
水
晶
婚
ま
た
は
銅
婚
式
（
十
五
年
）・
陶
器
婚
式
（
二
十

年
）・
真
珠
ま
た
は
象
牙
婚
式
（
三
十
年
）・
珊
瑚
婚
式
（
三
十
五
年
）・
緑
玉
ま
た
は
羊
毛
婚
式
（
四
十
年
）・
紅
玉
ま
た
は
絹
婚

式
（
四
十
五
年
）・
金
剛
石
婚
式
（
七
十
五
年
）
等
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
式
名
に
ち
な
ん
だ
お
祝
い
の
品
を
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。
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厄
年厄

年
の
年
齢
は
、
人
生
の
中
で
も
、
体
力
的
、
家
庭
環
境
的
、
あ
る
い
は
対
社
会
的
に
そ
れ
ぞ
れ
転
機
を
迎
え
る
時
で
も
あ

り
、
災
厄
が
起
こ
り
や
す
い
時
期
と
し
て
忌
み
慎
ま
れ
て
ま
す
。

そ
の
歳
に
神
様
の
ご
加
護
に
よ
り
災
厄
か
ら
身
を
護
る
た
め
、
神
社
に
参
詣
を
し
て
、
災
厄
を
祓
う
厄
払
い
の
儀
（
厄
除
け
）

が
行
わ
れ
ま
す
。
厄
年
の
年
齢
は
「
数
え
歳
」
で
数
え
、
一
般
に
は
男
性
が
二
十
五
・
四
十
二
・
六
十
一
歳
、
女
性
が
十
九
・
三

十
三
・
三
十
七
歳
を
い
い
、
こ
の
年
齢
の
前
後
を
前
厄
・
後
厄
と
称
し
ま
す
。

こ
の
中
で
も
男
性
・
四
十
二
歳
と
女
性
・
三
十
三
歳
を
大
厄
と
し
て
、
特
に
意
識
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

数
え
年
で
は
、
新
年
を
迎
え
る
正
月
に
、
新
た
に
年
齢
を
一
つ
重
ね
る
た
め
、
年
頭
か
ら
節
分
ま
で
の
期
間
に
厄
払
い
を
行

う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
に
関
係
な
く
誕
生
日
な
ど
の
良
き
日
柄
を
選
び
、
参
詣
を
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

本
来
厄
年
は
長
寿
を
祝
う
還
暦
（
六
十
一
歳
）
や
古
希
（
七
十
歳
）
な
ど
の
年
祝
い
と
同
じ
く
、
晴
れ
の
年
齢
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
厄
年
を
迎
え
る
こ
と
は
、
地
域
社
会
に
お
い
て
一
定
の
地
位
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
神
様
に
お
使
え
す
る
神
役

の
「
役
」
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
心
身
を
清
浄
に
保
ち
、
言
動
を
慎
む
　も

の
い
み

物
忌　
に
服
す
必
要
が
あ
っ
た
わ
け

で
す
。

現
在
で
は
、
災
難
が
多
く
生
じ
る
面
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
禁
忌
の
感
覚
が
強
く
な
り
ま
し
た
が
、
七
五
三
や
成
人
式
、
年
祝
い

な
ど
と
と
も
に
、
人
生
の
通
過
儀
礼
と
し
て
、
大
切
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

年
賀
祭

年
祝
い
と
言
わ
れ
、
年
賀
の
祝
い
の
お
祭
で
す
。
普
通
四
十
二
歳
以
下
の
年
賀
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

四
十
二
歳
の
賀

ま
た
は
四
一
の
賀
と
い
っ
て
、
年
祝
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
男
性
の
大
厄
に
当
た
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
お
祝

い
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
禍
を
転
じ
て
福
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
祝
い
は
自
分
自
身
の
力
で
祝
う
も
の
と
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
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六
十
一
歳
の
賀

還
暦
の
賀
、ま
た
は
、　ほ

ん
け
が
え
り

木
卦
復　
の
賀
と
い
い
、こ
れ
よ
り
上
の
賀
は
子
が
お
祝
い
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

七
十
歳
の
賀

古
稀
の
賀
。「
人
生
七
十
、
古
来
稀
な
り
」
の
詩
（
杜
甫
「
曲
江
」）
よ
り
。

七
十
七
歳
の
賀

喜
寿
の
賀
。「
喜
」
の
略
字
が
七
十
七
と
分
解
で
き
る
た
め
。

八
十
歳
の
賀

傘
寿
の
賀
。「
傘
」
の
略
字
（
仐
）
が
八
十
と
分
解
で
き
る
た
め
。

八
十
八
歳
の
賀

米
寿
の
賀
。「
米
」
の
字
が
八
十
八
と
分
解
で
き
る
た
め
。

九
十
歳
の
賀

卒
寿
の
賀
。「
卒
」
の
略
字
（
卆
）
が
九
十
と
分
解
で
き
る
た
め
。

九
十
九
歳
の
賀

白
寿
の
賀
。「
百
」
の
字
か
ら
一
を
と
る
と
白
に
な
る
事
か
ら
。

百
五
十
歳
の
賀

天
寿
の
賀
。

俗
に
、
百
歳
以
上
に
な
れ
ば
天
寿
の
賀
を
行
っ
て
い
ま
す
。

報
賽
祭

こ
れ
は
解
願
（
お
願
い
ほ
ど
き
）
と
も
恩
礼
（
お
礼
詣
）
と
か
言
わ
れ
る
も
の
で
、
先
に
大
神
様
に
お
願
い
し
た
こ
と
が
成
就

し
た
と
き
に
、
そ
の
旨
を
奉
告
す
る
と
共
に
感
謝
と
報
謝
の
心
を
示
す
為
の
お
祭
で
す
。

各
種
祈
祷
・
祈
願

そ
の
他
、
祈
祷
・
祈
願
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
よ
っ
て
、
病
気
平
癒
、
交
通
安
全
、
開
運
、
家
内
安
全
、
豊
漁
、
受
験
合
格
、

旅
行
安
全
、
星
祭
な
ど
限
り
な
く
あ
り
ま
す
。

神
様
の
ご
神
徳
を
尊
び
感
謝
し
、
報
賽
報
謝
す
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
加
持
祈
祷
と
い
う
こ
と
こ
そ
、

そ
の
字
が
示
す
通
り
「
加
」
は
神
様
の
力
が
加
わ
る
、「
持
」
は
神
の
ご
威
徳
を
人
間
の
心
に
受
け
持
つ
、「
祈
」
は
い
の
る
、「
祷
」
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は
乞
い
願
う
、
こ
と
を
言
い
、
ご
神
霊
の
中
に
溶
け
込
ん
で
、
ご
威
徳
を
人
間
に
拝
移
し
、
人
間
は
そ
の
ご
威
徳
を
心
の
中
に

受
け
持
っ
て
、
願
い
事
を
お
祈
り
し
て
乞
い
ま
つ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
祈
祷
こ
そ
が
、
我
々
崇
敬
者
と
大
神
様
と
が
最
も

密
接
な
結
び
つ
き
を
得
ら
れ
る
も
の
で
す
。



祓
詞

　か
け掛　

ま
く
も
　か

し
こ畏　

き
　い

ざ
な
ぎ
の
お
ほ
か
み

伊
邪
那
岐
大
神　
　つ

く
し

筑
紫　
の
　ひ

む
か

日
向　
の
　た

ち
ば
な

橘　
の
　お

ど

小
戸　
の
　あ

は
ぎ
は
ら

阿
波
岐
原　
に
　み

そ
ぎ
は
ら

禊
祓　
へ
　た

ま給　
ひ
し
　と

き時　
に
　な成　
り
ま

せ
る
　は

ら
へ
ど
の
お
ほ
か
み
た
ち

祓
戸
大
神
等　
　も

ろ
も
ろ

諸
諸　
の
　ま

が
ご
と

禍
事　
　つ

み
け
が
れ

罪
穢　
　あ有　
ら
む
を
ば
　は

ら祓　
へ
　た

ま給　
ひ
　き

よ清　
め
　た

ま給　
へ
と
　ま

を白　
す
　こ

と事　
を
　き

こ
し
め

聞
食　
せ
と
　か

し
こ恐　

み
　か

し
こ恐　

み
も
　ま

を白　
す

神
棚
拝
詞

　こ
れ此　

の
　か

む
ど
こ

神
床　
に
　ま坐　
す
　か掛　
け
ま
く
も
　か

し
こ畏　

こ
き
　あ

ま
て
ら
す
お
ほ
み
か
み

天
照
大
御
神　
　う

ぶ
す
な
の
お
お
か
み
た
ち

産
土
大
神
等　
の
　お

ほ
ま
へ

大
前　
を
　を

ろ
が拝　

み
　ま

つ奉　
り
て
　か

し
こ恐　

み
　か

し
こ恐　

み
も

　ま
を白　

さ
く

　お
ほ
か
み
た
ち

大
神
等　
の
　ひ

ろ広　
き
　あ

つ厚　
き
　み

め
ぐ

御
恵　
み
を
　

か
た
じ
け
な

辱　
み
　ま

つ奉　
り
　た

か高　
き
　た

ふ
と尊　

き
　み

を
し

神
教　
へ
の
ま
に
ま
に
　な

ほ直　
き
　た

だ正　
し
き
　ま

ご
こ
ろ

真
心　
　も

ち以　
て
　ま

こ
と誠　

の

　み
ち道　
に
　た

が違　
ふ
こ
と
な
く
　お負　
ひ
　も持　
つ
　わ

ざ業　
に
　は

げ励　
ま
し
め
　た

ま給　
ひ
　い

へ
か
ど

家
門　
　た

か高　
く
　み身　
　す

こ健　
や
か
に
　よ世　
の
た
め
　ひ

と人　
の
た
め
に
　つ尽　

く
さ
し
め
　た

ま給　
へ
と
　か

し
こ恐　

み
　か

し
こ恐　

み
も
　ま

を白　
す

大
祓
詞

　た
か
ま
の
は
ら

高
天
原　
に
　か

む
づ
ま
り
ま

神
留
坐　
す
　

す
め
ら
が
む
つ

皇
親　
　か

む
ろ
ぎ

神
漏
岐　
　か

む
ろ
み
の
み
こ
と

神
漏
美
命　
　も以　
ち
て
　や

ほ
よ
ろ
づ
の
か
み
た
ち

八
百
万
神
等　
を
　か

む神　
　つ

ど集　
へ
に
　つ

ど集　
へ
　た

ま賜　
ひ
　か

む神　
　は

か議　
り
に
　は

か議　
り

　た
ま賜　

ひ
て
　あ我　
が
　す

め
み
ま
の
み
こ
と

皇
御
孫
命　
は
　と

よ
あ
し
は
ら
の
み
ず
ほ
の
く
に

豊
葦
原
水
穂
国　
を
　や

す
く
に

安
国　
と
　た

ひ
ら平　

け
く
　し知　
ろ
し
　め食　
せ
と
　こ

と事　
　よ依　
さ
し
　ま

つ奉　
り
き
　か此　
く
　よ依　

さ
し
　ま

つ奉　
り
し
　く

ぬ
ち

国
中　
に
　あ

ら
ぶ

荒
振　
る
　か

み
た
ち

神
等　
を
ば
　か

む神　
　と問　
は
し
に
　と問　
は
し
　た

ま賜　
ひ
　か

む神　
　は

ら掃　
ひ
に
　は

ら掃　
ひ
　た

ま賜　
ひ
て
　こ

と語　
　と問　
ひ
し
　い

わ
ね

磐
根　

　き

ね

樹
根　
　た

ち
く
さ

立
草　
の
　か

き
は

片
葉　
を
も
　こ

と語　
　や止　
め
て
　あ

め天　
の
　い

は
く
ら

磐
座　
　は

な放　
ち
　あ

め天　
の
　や

へ
く
も

八
重
雲　
を
　い

づ

伊
頭　
の
　ち

わ

千
別　
き
に
　ち

わ

千
別　
き
て
　あ

ま
く
だ

天
降　
し
　よ依　



さ
し
　ま

つ奉　
り
き
　か此　
く
　よ依　
さ
し
　ま

つ奉　
り
し
　よ

も

四
方　
の
　く

に
な
か

国
中　
と
　お

ほ
や
ま
と

大
倭　
　ひ

た
か
み
の
く
に

日
高
見
国　
を
　や

す
く
に

安
国　
と
　さ

だ定　
め
　ま

つ奉　
り
て
　し

た下　
つ
　い

は
ね

磐
根　
に

　み
や
は
し
ら

宮
柱　
　ふ

と
し

太
敷　
き
　た立　
て
　た

か
ま
の
は
ら

高
天
原　
に
　ち

ぎ

千
木　
　た

か
し

高
知　
り
て
　す

め
み
ま
の
み
こ
と

皇
御
孫
命　
の
　み

づ瑞　
の
　み

あ
ら
か

御
殿　
　つ

か仕　
へ
　ま

つ奉　
り
て
　あ

め天　
の
　み

か
げ

御
蔭　
　ひ日　
の
　み

か
げ

御
蔭　

と
　か

く
り
ま

隠
坐　
し
て
　や

す
く
に

安
国　
と
　た

ひ
ら平　
け
く
　し知　
ろ
し
　め食　
さ
む
　く

ぬ
ち

国
中　
に
　な成　
り
　い

で出　
む
　あ

め天　
の
　ま

す
ひ
と
ら

益
人
等　
が
　あ

や
ま過　
ち
　を

か犯　
し
け
む
　く

さ
ぐ
さ

種
種　
の

　つ
み
ご
と

罪
事　
は
　あ

ま天　
つ
　つ

み罪　
　く

に国　
つ
　つ

み罪　
　こ

こ
た
く

許
許
太
久　
の
　つ

み罪　
　い出　
で
む
　か此　
く
　い出　
で
ば
　あ

ま天　
つ
　み

や
ご
と

宮
事　
　も以　
ち
て
　あ

ま天　
つ
　か

な
ぎ

金
木　
を
　も

と本　
　う打　
ち
　き切　

り
　す

ゑ末　
　う打　
ち
　た断　
ち
て
　ち

く
ら

千
座　
の
　お

き
く
ら

置
座　
に
　お置　
き
　た足　
ら
は
し
て
　あ

ま天　
つ
　す

が
そ

菅
麻　
を
　も

と本　
　か刈　
り
　た断　
ち
　す

ゑ末　
　か刈　
り
　き切　
り
て
　や

は
り

八
針　
に
　と取　

り
　さ辟　
き
て
　あ

ま天　
つ
　の

り
と

祝
詞　
の
　ふ

と
の
り
と
ご
と

太
祝
詞
事　
を
　の宣　
れ

　か此　
く
　の宣　
ら
ば
　あ

ま天　
つ
　か

み神　
は
　あ

ま天　
の
　い

は
と

磐
門　
を
　お押　
し
　ひ

ら披　
き
て
　あ

め天　
の
　や

へ
ぐ
も

八
重
雲　
を
　い

づ

伊
頭　
の
　ち

わ

千
別　
き
に
　ち

わ

千
別　
き
て
　き聞　
こ
し

　め食　
さ
む
　く

に国　
つ
　か

み神　
は
　た

か
や
ま

高
山　
の
　す

ゑ末　
　ひ

き
や
ま

短
山　
の
　す

ゑ末　
に
　の

ぼ上　
り
　ま坐　
し
て
　た

か
や
ま

高
山　
の
　い

ほ

り

伊
褒
理　
　ひ

き
や
ま

短
山　
の
　い

ほ

り

伊
褒
理　
を
　か掻　
き
　わ別　
け
て
　き聞　

こ
し
　め食　
さ
む
　か此　
く
　き聞　
こ
し
　め食　
し
て
ば
　つ

み罪　
と
　い云　
ふ
　つ

み罪　
は
　あ在　
ら
じ
と
　し

な
ど

科
戸　
の
　か

ぜ風　
の
　あ

め天　
の
　や

へ
ぐ
も

八
重
雲　
を
　ふ吹　
き
　は

な放　
つ

　こ
と事　

の
　ご

と如　
く
　あ

し
た朝　

の
　み

き
り

御
霧　
　ゆ

ふ
べ夕　

の
　み

き
り

御
霧　
を
　あ

さ
か
ぜ

朝
風　
　ゆ

ふ
か
ぜ

夕
風　
の
　ふ吹　
き
　は

ら掃　
ふ
　こ

と事　
の
　ご

と如　
く
　お

ほ
つ
べ

大
津
辺　
に
　を居　
る
　お

ほ
ふ
ね

大
船　
を
　へ舳　
　と解　
き
　は

な放　

ち
　と

も艫　
　と解　
き
　は

な放　
ち
て
　お

ほ
う
な
ば
ら

大
海
原　
に
　お押　
し
　は

な放　
つ
　こ

と事　
の
　ご

と如　
く
　を

ち
か
た

彼
方　
の
　し

げ
き

繁
木　
が
　も

と本　
を
　や

き
が
ま

焼
鎌　
の
　と

が
ま

敏
鎌　
　も以　
ち
て
　う打　
ち
　は

ら掃　
ふ

　こ
と事　

の
　ご

と如　
く
　の

こ遺　
る
　つ

み罪　
は
　あ在　
ら
じ
と
　は

ら祓　
へ
　た

ま給　
ひ
　き

よ清　
め
　た

ま給　
ふ
　こ

と事　
を
　た

か
や
ま

高
山　
の
　す

ゑ末　
　ひ

き
や
ま

短
山　
の
　す

ゑ末　
よ
り
　

さ
く
な
だ
り

佐
久
那
太
理　
に

　お落　
ち
　た

ぎ

多
岐　
つ
　は

や
か
わ

速
川　
の
　せ瀬　
に
　ま坐　
す
　せ

お
り
つ
ひ
め

瀬
織
津
比
売　
と
　い云　
ふ
　か

み神　
　お

ほ
う
な
ば
ら

大
海
原　
に
　も持　
ち
　い出　
で
な
む
　か此　
く
　も持　
ち
　い出　
で
　い往　
な
ば

　あ
ら
し
ほ

荒
潮　
の
　し

ほ潮　
の
　や

ほ

ぢ

八
百
道　
の
　や

し
ほ
ぢ

八
潮
道　
の
　し

ほ潮　
の
　や

ほ
あ
ひ

八
百
会　
に
　ま坐　
す
　は

や
あ
き
つ
ひ
め

速
開
都
比
売　
と
　い云　
ふ
　か

み神　
　も持　
ち
　か

か

の

加
加
呑　
み
て
む
　か此　
く

　か

か

の

加
加
呑　
み
て
ば
　い

ぶ
き
ど

気
吹
戸　
に
　ま坐　
す
　い

ぶ
き
ど
ぬ
し

気
吹
戸
主　
と
　い云　
ふ
　か

み神　
　ね

の
く
に

根
国　
　そ

こ
の
く
に

底
国　
に
　い

ぶ

気
吹　
き
　は

な放　
ち
て
む
　か此　
く
　い

ぶ

気
吹　
き
　は

な放　
ち
て

ば
　ね

の
く
に

根
国　
　そ

こ
の
く
に

底
国　
に
　ま坐　
す
　は

や
さ
す
ら
ひ
め

速
佐
須
良
比
売　
と
　い云　
ふ
　か

み神　
　も持　
ち
　さ

す

ら

佐
須
良　
ひ
　う

し
な失　

ひ
て
む
　か此　
く
　さ

す

ら

佐
須
良　
ひ
　う

し
な失　

ひ
て
ば
　つ

み罪　
と

　い云　
ふ
　つ

み罪　
は
　あ在　
ら
じ
と
　は

ら祓　
へ
　た

ま給　
ひ
　き

よ清　
め
　た

ま給　
ふ
　こ

と事　
を
　あ

ま天　
つ
　か

み神　
　く

に国　
つ
　か

み神　
　や

ほ
よ
ろ
づ
の
か
み
た
ち

八
百
万
神
等　
　と

も共　
に
　き聞　
こ
し
　め食　
せ
と
　か

し
こ恐　

み
　か

し
こ恐　

み
も
　ま

を白　
す



あ
と
が
き

近
年
、
我
々
日
本
民
族
の
信
仰
で
あ
る
神
道
に
と
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
一
部
の
心
無
い
人
た
ち
に
よ
り
取
り
ざ
た
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
津
市
の
地
鎮
祭
、
山
口
県
の
靖
国
神
社
合
祀
反
対
、
忠
魂
碑
、
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
参
拝
、
護
国

神
社
へ
の
玉
串
料
等
々
の
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
神
社
神
道
を
一
つ
の
宗
教
と
見
る
こ
と
に
、
そ
も
そ
も
間
違
い
が
あ

り
、
神
道
は
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
教
祖
に
よ
っ
て
教
義
が
説
か
れ
、
大
衆
を
教
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
は
な

く
て
、
自
然
と
か
民
族
の
祖
先
と
し
て
の
天
照
皇
大
神
を
は
じ
め
諸
々
の
神
様
を
崇
拝
す
る
も
の
で
、
他
の
宗
教
と
は
い
さ
さ

か
趣
を
異
に
す
る
日
本
古
来
の
信
仰
で
あ
り
ま
す
。

神
社
神
道
に
お
け
る
神
様
と
人
間
の
つ
な
が
り
は
、
人
間
は
神
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
我
々
は
神
様
の
子
孫
と
し
て
、

同
じ
血
の
流
れ
を
受
け
継
ぎ
、
こ
の
世
に
二
千
六
百
年
余
り
も
生
き
続
け
て
い
る
民
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

従
っ
て
、
我
々
が
祖
先
の
神
様
を
尊
び
敬
い
、
ま
た
ご
加
護
を
願
い
、
日
々
の
出
来
事
を
神
様
に
報
告
す
る
こ
と
は
、
我
々
が

日
常
、
父
母
に
様
々
な
事
を
願
い
、
ま
た
、
今
日
の
出
来
事
を
話
し
、
親
や
兄
弟
姉
妹
に
感
謝
す
る
事
と
全
く
同
じ
自
然
の
姿

で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
し
、
今
の
世
の
中
で
も
、
一
家
の
中
で
こ
う
し
た
親
子
の
関
係
が
大
切
だ
ど
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
冊
子
は
家
庭
に
お
け
る
様
々
な
お
ま
つ
り
に
つ
い
て
、
簡
単
に
そ
の
意
味
と
か
通
常
的
な
お
ま
つ
り
の
仕
方
を
記
し
て

み
ま
し
た
が
、
家
と
か
地
方
に
は
特
別
な
伝
統
や
お
ま
つ
り
が
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
深
い
由
緒
も
あ
る
こ
と
で
す
か
ら
、

そ
の
ま
ま
尊
重
し
て
行
う
事
が
最
も
奥
床
し
く
、
最
も
意
義
あ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
最
も
大
切
に
思
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
お
ま
つ
り
を
す
る
に
当
っ
て
は
、
心
身
を
清
浄
に
し
、
誠
心
誠
意
、
神
聖

な
態
度
で
神
様
を
尊
び
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
感
謝
を
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
お
ま
つ
り
に
よ
っ
て
、
我
々
崇
敬
者
と
大
神

様
の
つ
な
が
り
が
少
し
で
も
深
ま
り
、
神
社
神
道
が
人
間
と
し
て
の
誠
の
道
で
あ
り
、
崇
敬
者
の
皆
様
方
が
神
の
子
孫
と
し
て
、

平
和
で
多
幸
な
人
生
を
過
ご
す
こ
と
に
お
役
に
立
て
れ
ば
と
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。


